
BulltinoftheEducationalResearchandDevelopment,FacultyofEducation,KagoshimaUniversity巳

2015,Vo1.24,335-345

Musiqueetmouvemental'ecoleに お け る 「動 き 」 を 取 り入 れ た

聴 取 の 有 効 性 に 関 す る 一 考 察
一 フ ラ ン ス に お け る 感 性 と 音 楽 の 教 育 一

今 由 佳 里[鹿 児 島 大 学 教 育 学 部(音 楽 教 育)]・ 長 谷 川 理 子[Haut醐eMusiquedeGenlve,Mastermusiquem酬]

Reflexionsur1'efficaciteauditiveavecmouvementenMusiqueetmouvementdZ'ecole

EducationdelasensibiliteetlamusiqueenFrance

KONYukari・HASEGAWASatoko

キ ー ワ ー ド:音 楽 教 育 、 感 性 、 「動 き 」 と 「聴 取 」 の 関 係 、 フ ラ ン ス

は じめ に

「音楽 は世界 共 通 の言語 で あ る」 とい う言葉 を、

私 た ちは度 々 耳 にす る。 音楽 が 人 の心 に作 用 す る

力 を言 い表 した もの で あ るが、 本 稿で 取 り上 げ る

Musiqueetmouvemental'ecoleの 中で も 「音楽 は心

に問 いか け る言語 な ので ある」 とい う文言 を見つ

け る こ とが で き る。 これ は 、音 楽 を よ く聴 く こと

とは人 の 内面 に何 らか の心理 作 用 を もた らし、子

ども の発達 に大 きな影 響 を与 え うる もので ある こ

とを意 味 して い る。 国や 民族 そ れぞ れ の文 化 的背

景 の も と、世 界 の あ らゆ る場 所 に お いて独 自の音

楽 が発 達 し、 宗教 や儀 式 、娯 楽 な ど生活 の場 面 と

結 びつ いて 普 及 され て い る。音 楽 に よって 何 を感

じるか は 、国 民性 や 地域 性 が関 係 して い る と言わ

れ るが 、深 く掘 りさげて 考 えて み る と本質 的 に人

の心 が感 受 して い る内容 はそ う大 き く変わ らな い

の ではな か ろ うか。

日本 人 の感 性 の鋭 さ 、繊細 さは特 筆 すべ き もの

が あ るが 、音 楽教 育 の分 野 にお い て は、そ の 特性

が充分 に発揮 され ている とは言 い難 いように感 じる。

音楽 そ の もの が感 性 を刺 激す る もので あ る こ とは

周知 の事実 で あ るが 、そ の特 性 を教 育 の 中で 十分

活 か しきれ て い な い一面 が あ る こと も否 めな い の

で あ る。音 楽 の多 様化 に伴 って 、そ こか ら受 け る

印 象 は千差 万別 で 多 彩 に富 んだ もの にな る。 表現

方法 に関 して も、時 代 と と もに次 々 と新 しい方法

が考 えだ され 、従 前 のや り方 を踏襲 して い るだ け

で は音 楽 の捉 え方 に限界 が あ る こと を、私 た ち は

理解 しな けれ ば な らな い。 この よ う な現 状 の 中 、

音楽 と感 性 を結 びつ けて 教育 に活 かす 方法 を模索

す る ことは重要 な ことでは なか ろ うか。

本 稿 で は 、1990年 に 出 版 され たSIMONNE

MARQUE著Musiqueetmouvemental'ecole(学 校

にお け る音 楽 と動 き)で 取 り上 げ られ て いる フ ラ

ンス の 小学 校 で行 われ た 身体 の動 きを取 り入 れ た

音 楽 聴取 の 有効 性 に関 す る実 践記 録 を基 にそ の有

効 性 を考 察 し、感性 と音 楽 の教育 につ いて検 討 を

進 め て い く。

1.Musiqueetmouvemental'ecole(全111頁)の

構成 と概 要

本 書 は 、凡 そ6,7歳 か ら12歳 半 の子 ど も100

名 を対象 と した音楽 教 育 の実 践記 録 を ま とめた 本

で ある。 学 校教 育 の場 にお いて は、個 々の 児童 生

徒 が それ ぞ れ の能 力 を発揮 す る の に決 ま った方 法

が あるわ けで はな く、 そ の表 現方 法 は多 種多 様 で

あ り子 どもの数 だ けある と言 え る。 そ して教師 は、

そ のよ うな 子 ど もの能 力 が十 分発 揮 で き る場 所 を

提 供 し、個 人 の満足 や 達 成感 に繋 げて い ける教 育

を行 う使 命 を担 って いる 。本 稿 では 、音 楽 を用 い

て子 どもの 能 力の発 揮 を どのよ うに展 開 したか と

い う こ とにつ いて 、実 践 を紹 介 しな が ら検 討 を進

めて い きた い。

な お 、本 書 は 日本 語 で 訳 出 され て い る もの はな

いた め 、内 容 の紹介 もかね て 訳文 に多 くの 頁 を割

いて い るが 、そ れぞ れ の 章 をそ の まま全 て記 述 し

て いるわ けで はな く、 要点 のみ を取 り上 げて ま と

めている。本書 の目次 と内容は、以下の通 りで ある。



序 文

1実 践 の 方法

Hさ ま ざまな実 践

皿 動 き を通 した実践 を どの よ うに書 き残 すか

IV動 き と遊戯活 動

Vグ ルー プ活 動 を通 した動 き と実践

結 論

序文(7-8頁)

"な ぜ
、 音 楽 と動 き の教 育 な のか?そ れ は 、音

楽 と は動 きで あ り、 動 き を伴 わ な い音 楽 はな いか

らで ある"。 これ は 、 「音 」 とい うも のが 、幼 い う

ち か ら既 に認 識 され てお り、音 楽 に合 わせ て 動 く

こと は誕生 問 もな い うちか らご く自然 に行 って い

る行 為 だか らで あ る。例 え ば、 音楽 にあわ せ て幼

い子 どもが身体 を揺 らした り、手 を叩 いた りす る。

この行 為 は、 誰か に教わ って行 っ て いるわ けで は

な い。 同様 に、子 守 歌や わ らべ 歌 を 口ず さん だ経

験 がな い人 もそ う いな いだ ろ う。音 楽 とは ご く自

然 に我 々 の身 の 回 りに存 在 し、 そ して そ こには大

抵 の場 合動 き が 附随 して いる ので あ る。 ク ラシ ッ

ク の音 楽会 へ 足 を運 ぶ と、 曲 のテ ンポ に合 わ せて

身体 の ど こか を動 か して 音楽 を楽 しん で い る人 の

姿 を見 か けた ことが あ るだ ろ う。 また 、部 屋 の 中

で 一人 音楽 をか けな が ら指揮 をす る、 とい う経験

もあ るはず だ 。そ うす る と、音 楽 が動 きそ の もの

であ る、 という ことは容 易に頷 けることな ので ある。

そ れな ら、 これ を教 育 の場 に適 応 させ る こと も出

来 る はずで ある 、 とい う こ とが 本研 究 のね らい の

ひ とつで あ る。

1実 践 の方 法(11-18頁)

動 きを伴 う とい う ことは 、 自 由に動 く ことので

き る広 い スペ ー ス を必要 とす る。学 校 で は机 に座

り姿 勢 を正 して授 業 を受 ける とい う こ とが 当然必

要 にな るわ けで あ るが 、音楽 と動 き を結 びつ け よ

う とす る授 業 にお いて は、 そ れ は必 要 で は な い 。

机 も椅 子 も取 り除 いた教 室で 、床 の上 に直接 座 る。

座 り方 も まちまちで あるが、 この ことが児 童 にとっ

て解 放 され た リラ ック スな状 態 とな る。そ の よ う

な音 楽 の授 業 は子 ど もたち に とっ て は非常 に珍 し

い も ので あ るか ら、 実践 で は、 この 自 由な状 態で

何 をす るの か と い うこ とを まず子 ど もたち へ先 に

問 いか ける こ とか ら始 め られ る。

一 なぜ 椅子 に座 らな いので しょ う?

一 椅 子 に座 る と あん ま りよ く聴 けな い。 お友 達 と

話 しちゃ うし。 自由の方 が逆 にいい 。

一 ほっ とす る し、音楽 の 中に いる よ うな気 になる。

この よ うな状 態 で音 楽 を何 度か 繰 り返 し聴 いて

い る うち に、子 ど もた ち は各 々 の感 性 に集 中 し始

め る。そ してそ の 反応 は実 にバ ラエ テ ィ に富 んで

い る。拍 子 を表 現 した り、休 符 に注 意 した り、 メ

ロデ ィー にあわ せ て指 揮 を した り… 。途 中で、 ク

ラス メイ トがそ れぞ れ 何 を して い るか を話 し合 う

時 間 を設 けた りしなが ら、次 第 に グルー プ活 動 へ

と発 展 させ て い く こと もあ る。そ の よ う に して 音

楽 が彼 ら 自身 の 中 に溶 け込 む まで 、 「聴 く」 作 業

を まず繰 り返す の で ある 。最 終 的 に ここで大 切 な

ことは 、音 楽が 何 を表 して いるか を当 て る ことで

はな く、そ れぞ れ の児 童 が何 を感 じるか とい う こ

とに焦点 を置 く こ とで あ る。 つ ま り 「自 由かつ 自

発 的であ り、視覚的で も内在 的で もある反応(動 き)」

を導 き 出す ことが 重要 な ので あ る。 例 え ば 「拍 を

感 じる ことは ごく 自然 な ことで あ り、 コダ ーイ も

この点に着 目し、拍 と歩 くとい う動 作を結びつ けた」

とある。 また 「拍 」や 「速 さ」 を、 ボー ル な ど を

使 用 して空 間 的 に実 践 す る こ とで、 それ らを視 覚

的 に確 認す る こともで き る。

IIさ まざ まな実践(20-50頁)

実 践Aシ ンバ ル を使 って

目標:長 い音 を聴 き、 そ の変化 に気 づ く こ とが で

き る

打楽 器 に音程 はな いが(当 然 あ る場合 もあ るが、

こ こで はそ れ を追 求 せ ず に お く)、 シ ンバ ル は 音

を持 続 させ な が ら強 弱 を変 えて い く ことが 可能 な

楽 器 な ので 非常 に便 利 で あ る。 シ ンバル を長 く鳴

らしなが ら次第 に音 量 を変 化 させ て い った場 合 の

児童 の反応 を、以下 に紹 介す る。

一 初 め はす ごく乾 いて い て、 強 くて お っか な い感

じの音 だ と思 った 。

一 音楽 がそ こ ら中か ら溢 れ だす よ うな感 じ
。

一 初 め は花 が咲 く時み た い に、鳥 が 飛 び立 つ よ う

な感 じだ った け ど、音 が 高 くな った らお 花 が また



閉 じち ゃっ たみ た い。

一 だん だん静 か にな って い く竜 巻 みた い。

一離 陸 と着陸
。

一初 め は しっか りした形 が あ った け ど、 だん だ ん

溶 けて無 くな っちゃ った 。

この活 動 だ けで も、バ ラエテ ィ に富 ん だ回 答が

あ り、 様 々な ニ ュア ンス を表 現 で きて い る こ とが

わ か る。打 楽器 へ の 意識 、振 動 、長 さ、音 の 強弱

の変 化 等 と いっ た ものが 、 シ ンバ ル を どのよ うに

鳴 らす か によ って 随 分変 化す る こと を実体 験 で き

て いる。 これ が実 践 の導入 で ある。

実践B機 を変 えて 、一 人ずつ シ ンバル を打 つ

目標:機 を変 え た時 の音 の変 化 に つ いて感 じ とる

ことが で き る。

シ ンバル は 打 ち方 に よ って、 あ る いは壌 の 種類

を変え ることによって音質 が大き く変わる。 しか も、

それ が演 奏 した本 人に も周 囲に もわ か りやす い し、

興 味を持 ちやす い。 何種 類か の機 を用意 して 各 自、

好 きな 棲で シ ンバ ル を打 つ 。活 動 は これ だ けで あ

る が、 自分 の 動 きが 音 とな って 現 れ る ことが わか

れば、打 ち方 に気 をつけよ うとす る児童 もあ らわ れ、

自 らつ く りだ す音 を通 して動 き と音 の関係 を学ぶ

ことが で き る。つ ま り、 自発 性 を伴 う とい う点 に

お いて有 効 な手段 で ある。

実践C鐘 を鳴 らす こと をイ メー ジ し、動 き と関

連づ け る

目標:ど のよ うな音 が 出 るか を想像 して動 く こと

が で きる 。

鐘 とい え ど も、そ の大 き さや 重 さ はま ち まちで

あ る。 こ こで は 、実 際 には な い鐘 を想 像 して 音 を

鳴 らす とい うイ メー ジ活 動 を行 う。そ して 、 客観

的 に他 の 人の 動 き をみて 、 どのよ うな 鐘が 如 何 な

る音 で 鳴 らされ たか を想 像 して み る、 とい う実践

で あ る。 これ は なか なか 楽 しい活動 な ので 、子 ど

もの多 く は とて も喜 んで 参 加 す る ことが で き る 。

多 くの児童 は 、先 ほ どの シ ンバ ル を打 つ活 動 を こ

こで思 い 出 し、そ れ を も とに、 どの よ うに した ら

良 いか 想像 す る こ とがで き るで あ ろ う。動 き の記

憶 が次 の動 き を導 き 出す 、 とい う ことで あ る。そ

して、8週 間後 に教 師が 何 を した か覚 えて いるか

子 ど もたち へ 問 う と、 そ の記 憶 は まだ し っか りと

残 って いる児童 が多 い。

一 覚 えて る!イ メー ジの授業!

一 結婚 式 みた い に、嫌 な こと忘れ ち ゃ った。

一 面 白か った 、い ろん な鐘 が あった 。

一 同 じよ うな大 きさ の鐘 も あっ た け ど、声 が違 う

か らちゃ ん と違 うって わか った。

一 僕 の友 達 が 出 した声
、 あん な声 が 出 るん だ って

思 って び っ く りしち ゃっ た。 今 まで 聴 いた ことな

か ったか ら。

一 僕 は
、 田舎 に いた頃 の鐘 をや った ん だ。 前 にい

た学 校 の鐘 に似 て た の もあ った し、 牛 の首 につ い

て る鐘 だ った なあ …

また8週 間後 、他 のク ラス の児 童 に も 同 じ質 問

を行 っ た。 答 えは 口頭 で はな く、書 かせ て みた と

ころ、会 話 に よ って得 た返 事 よ りもネ ガテ ィ ブな

回答 が多 か った ことは興 味深 い。

一 鐘 の音 を表現 す る のが難 しか った です 。存 在 し

な い音 を出 さな くては い けなか った ので 。

一 あん ま り好 きで は あ りませ ん で した。 どんな 音

が正 しいか よ くわ か らな か ったか らです 。大 き さ

や 重 さが 変 わ る と鐘 の音 は変 わ りますが 、そ れ を

うま く表す こ とは難 しか ったです 。

-15個 の違 った 鐘 が 並 ん で い る み た いで
、 鐘 の

歌 の よ うだ った。

一 僕 は重 くて ヌ ガー み た い な鐘 を想 像 しま した。

面 白い音 で した。

一 私の鐘 の音 と隣 の子 の音 は違 って いて、難 しかっ

た けれ どう ま く出来 た ので嬉 しか ったです 。

子 どもた ちが そ の時 に 自分 が何 を思 った か まで

覚 えて い る とい う ことは 、 自 ら動 きを考 え て表 現

した 活動 で あ った か らで あ ろ う。 自主 的な活 動 で

あったか らこそ、 うま く出来 た場合 で も出来 なかっ

た場 合 で も、そ の 印象 が深 く刻 まれ て い る、 とい

うこ とで あ る。

実 践DBachianasBrasilieirasn°5poursopranoet8

violoncellesdeVilla-Lobos

目標:メ ロデ ィー に視 点 をお き 、そ の長 さ と呼 吸

につ いて感 じとる ことが でき る。

チ ェ ロの 伴奏 によ るヴ ォカ リー ズ で あ る。歌 詞

がな い ので 、そ の 内容 に子 ど もたち の動 きが影 響



を受 ける ことは な い(逆 に歌 詞 が あ る と、そ の 内

容 に影 響 を受 け る こ とが 多 い)。 声 を よ く聴 き 、

そ の声 に合 わ せて 動 く、 とい う活動 で あ る。 本書

で は、写 真 と ともに子 ど もた ちの変 化 を紹介 す る。

そ れ を見 る と、子 ど もたち の始 め の姿 勢や 動 き は

皆 ま ちま ちで 、旋 律 の動 き にそ れぞ れ が集 中 して

い る こ とが わ か る。 歌が 始 ま る と、そ れぞ れ 腕や

足 を 動 か し始 め 、音 楽 が 止 まれ ば動 き も止 まる 。

子 どもた ちの 動 き も実 に多種 多 様 で ある。 フ レー

ズ が終 わ る ご とに 「これ は まだ続 きが あ るの か 、

そ れ と も曲全体 が 終 わ ろ う として い るのか?」 と

い う こ とに も気 を配 って 聴 こう と して い る こ とが

わ か り、 自 らの 身体 を コ ン トロール しよ う と して

い る姿 が伺 え る。 この よ うな動 き は、 自分 自身 の

身体 を感 じ、それ と対 峙 してい るため非常 に美 しい。

この よ うな実 践 にお いて は 、楽 曲 の選 択 も重 要 と

な る。

実践Eト ラ ンペ ッ トと呼 吸Improvisationala

trompettedeMilesDavis(MyfunnyValentine)

目標:シ ンバ ルや 鐘 の音 を用 いて行 った実 践 と同

様 に、管 楽 器 に よる音 の 長 さ と呼 吸の 関係

につ いて知 る ことがで きる。

ここまで 、 段 階 を追 って授 業 内容 を発展 させて

き て いる ことに既 にお気 づ きで あ ろ う。 まず 音 と

い う ものが 持 続 を伴 うもの で あ り、そ こには 様 々

な ニ ュア ンス が あ る とい う こと、そ して音 を生 み

だす 方 法 によ って 多 種多 様 な表 現 がつ く りだ せ る

こと を学 び、 声 と い う自 ら派 生 す る音 で の実 践 を

行 って きた。 次 に楽 器へ の移行 で ある 、そ の場合 、

やは り呼 吸を伴 うとい う意 味で管楽器がふ さわ しい。

そ の 中で も、 人 間の 声 に近 い と され る トラ ンペ ッ

トを使 って の実践 で ある。

ここで は、 二通 りの方 法 を示 唆 して い る。 呼 吸

の み に集 中す る場合 と、 動 き を 伴 う場 合 で あ る 。

この違 い の重 要性 は どこ にあ るの で あろ うか 。呼

吸 は、 内 的反 応 を観 察す る こと、動 きはそ れ を表

現 し、視 覚 的 にした もの なので あ る。

トラ ンペ ッ トは奏 法 によ って 様 々な 音 を奏 で る

ことが でき る。p,る ような音、軋 むよ うな音、 引っ

掛 か った よ うな音 、 痺 くよ うな 音等 、 息 の吹 き込

み方 によ って 音質 が 変化 す る。 子 どもた ちは 、初

め床 に寝 転 が って 、 トランペ ッ トの 音 に合 わせ て

呼吸 をす る。 自分 が楽器 を吹いて いるつ も りになっ

て一 緒 にや って み る。 次 に 同 じ音 に合わ せ て動 き

を加 え る。 長 さは 同 じで も、 それ ぞ れ の音 に合 わ

せ た 動 きは 少 しず つ変 化 して くる。 トラ ンペ ッ ト

を吹 く真 似 をす るので は な く、そ の 音 を表現 す る

とい うア プ ロー チ に よっ て、 楽器 の 本質 に一気 に

近 づ くことがで き る。 さ らに例 曲 の冒頭 を演奏 し、

それ に合 わ せ て 同様 の ア プ ロ ーチ で 動 くの だが 、

そ の際 の子 どもた ち の反応 を紹介 してお こ う。 発

問 は 「どん な ことを感 じたか 、理 解 で きた と感 じ

た こ とは何 か 、動 き と音楽 に どんな 関係 が あ った

と思 うか 」 とい うもの であ る。

一 歩き方 を覚え る赤 ちゃ んにな った よ うな気分 だっ

た。 二 回は 失敗 した け ど、三 回 目に うま くい った

かな 、だ ってそ ん な感 じの音 だ った か ら。

一 オ レン ジ色 の国 に いる気 分 だ った 。 ち ょっ と悲

しい朝 の 感 じで 、そ こ に トラ ンペ ッ トが あ って 、

私 は大切 な 人 を失 った よ うな 感 じだ っ た。初 めの

二 回は怒 って る感 じに動 いた け ど、 最後 は哀 しみ

を表現 した。

一初 めは音が低 くて、 ちょっ としか音が出なか った。

で も、音 がだんだ ん高 くな って、それ か ら速 くなっ

たで しょ う。私 はそ の通 りに動 いた の。

実 践F自 発 的な 動 きSaint-Saens,Concertoopus

22pourpianoetorchestra

目標:演 奏 者 と して の動 き を表現 す る こ とがで き

る

音 楽 に関 わ る動 き とい うと、子 ど もたち は どの

よ うな ことを最 初 に想 像す るの だ ろ うか 。例 えば

楽 器 を弾 いた り吹 いた りす る真似 を した り、指 揮

者 の真似 を した りす る、 とい うことが挙 げ られよ う。

その時 、模倣 して いるの はそ のイ メー ジであ って、

正 確 な演 奏 法 をなぞ って い るわ けで は な く、正 し

い指 揮 を して い るわ けで も勿 論 な いが 、 この点 こ

そが 重要 で あ る。 単純 に楽器 を演 奏 して いる気 分

になって動 く、 ということを楽 しんでいるので ある。

ミ ス タ ッチ や音 の 間違 い を 気 にす る こ と もな い。

このよ うな ア プ ローチ は 、子 どもた ち を具体 的 な

演 奏 の表 現 に 引 き寄 せ て い るが 、意 識 の根底 にあ

るの は正確 さでは な い。



例 曲 の終 楽 章 、260～284小 節 に 、28秒 ほ ど

の 非常 に速 いパ ッセ ー ジが あ る。 このパ ッセ ー ジ

は低 音 域 か ら高 音 域へ と、∬ の ま ま移 動 す る 。 こ

の よ うな特 徴 の あ る箇所 に対 し、子 ど もたち は ど

の よ うな動 き を想像 す るの だ ろ うか。 もち ろ ん 、

楽器 の演 奏 法 な どは 全 く知 らな い児 童 で あ る。例

え ば、 低音 を左手 の 拳で 叩 くよ うに鳴 ら し、 右手

はその共鳴 を表現す るかのよ うにグリッサ ン ドす る。

ま るで そ の動 き は名 人 の演 奏 さな が らで あ る。 こ

の よ うな手 の 動 きは 、実 践Cで 行 った よ うな 鐘 の

音 を動 きで 表 現す る、 と いった 活動 の発展 とみ る

こと もで きよ う。 こ こで 重要 な こと は、児 童 は ピ

ア ノ を弾 くこ とよ り も、音楽 のエ ネル ギー や ダイ

ナ ミクス に意識 が集 中 して いる とい うこ とで あ る。

ま た、 速 いテ ンポ に適応 す る こ との難 しさ につ い

て も、 技術 と して で は な く感 覚 と して 理解 す る こ

とが で き よ う。 さ らに ピ ア ノに 向 かわ な くて も、

床 で活 動す る こと も可能 で あ る。 この場合 、 床 を

鍵盤 と して イ メー ジす る こ とが 多 く、 高低 の 音 の

差が グ ラ フィ ック にみえ て くる。

『読 譜 につ いて』

動 きを通 して音 楽 を表 現す る とき、 旋律 の 動 き

や リズ ム を グラ フ ィ ックな もの と して視 覚 的 に捉

え る こ とは さほ ど難 しい こ とで は な い。 また 、そ

れ を楽 譜 と如 何 に結 びつ けるか 考 えた 時 も、 自分

自身が 動 いた ことで そ の垣根 を簡単 に飛 び越 せ る

よ うにな る。 「楽譜 は難 しい もの」 とい う印象 を持 っ

て い る子 どもは少 な くな いが、 簡単 な 記号 を用 い

て グ ラ フィ ック に示 す こ とで理 解 しや す い場 合 も

あ る。 「な一 んだ、 これ でい いのか」 と思 うことが 、

楽譜 そ の もの に対 す る距 離 を縮 め 、 こ こで の 重要

な 目的 とな る。つ ま りこの実 践 で は、 正 しく正確

に読 譜 をす る ことが 最 も重 要な 課題 とい うわ けで

は な い ので あ る。 勿論 この よ うな ア プ ロー チ が 、

全 て の楽譜 、 いか な る楽 曲 に も有効 とい うわ けで

はな い。 しか し、楽譜 とは記録手段 のひ とつで あっ

て 、 目的 で はな いので あ る。

皿 動き を通 した実践 をどのように書 き残すか(53-

82頁)

動 きを伴 う活 動 を どのよ うに書 く作 業 に結 びつ

け るか 、 とい うの が こ こで の課題 で あ る。書 く と

い う作業 は 教育 上 非常 に重 要 で あ るが 、子 どもの

感 性 とい う ものは 時 に驚 くほ ど豊 か で あ り、思 っ

て もみ な いよ うな意 外 な答 えが返 って く る こと も

往 々に して あ る。 しか し、子 どもは ま だ書 くとい

う作 業 にお い ては会 話 よ りも蹟 きや す く、 また 自

分 の思 い を充分 に表 現 す るだ け の語 彙 が備 わ って

いな い。 さ らに、感 じた こと を上 手 く描 写 で きな

い場 合 も ある。 時 として 、文 章 にす る よ り も写 真

や フィル ム の助 けを借 りた方 が彼 らの感 じた こ と

を忠 実 に表 す場 合 が ある 。 こ こでは 、数 種 の実 践

につ いて 、 子 ど もの発 言 を分 析 しな が ら紹介 して

い く。

《SonatepourfluteetpianodeFrancisPoulenc,1-

allegromalinconico))

目標:フ ルー トの 動 きを表現 しよ う

教 師 の発 問

一 動 いて いる時 に何 か 感 じま したか
。 も し感 じた

場 合 、 どのよ うな ことを思 って動 き ま したか 。

子 ど もの返 答

一 花 の周 りを跳 び まわ る綺麗 な ダ ンサ ー 。

一 森 の 中を飛ぶ 蝶 々。

一 落 ち葉が 舞 い上が った り落 ちた りして いる様子
。

お しゃべ りしてい るよ うな感 じ。

一 枝 か ら枝 へ飛 び移 る小鳥 、 空高 く舞 い上 が った

り低 く飛 んだ り、 手 を広 げ て羽 の真似 を した 。

一 楽 しい音 楽 だ った ので 楽 し く踊 った。 私 は恥 ず

か しが りや だ け ど、音楽 が あ って楽 しめ た。

一 初 め は、 小 さな種 か ら花 が 膨 らん で い くみた い

で した。 そ れか ら雨 が 降 った り風 が 吹 いた り花 が

揺 れた りして、最後 には枯れ てまた横 にな りました。

一 膝 を抱 え て いて 、そ の膝 が 動 き出 して立 ち上 が

りま した。 腕 を広 げて 、花 にな りま した。終 わ り

は また膝 を抱 えて しゃが み ま した。 花が しおれ た

か らです 。

この例 曲 の 中 には 、2,3小 節 目の トリルや4,12

小節 目の速 いパ サ ー ジュ の よ うな非 常 に特徴 的 な

部 分 が あ る。 この よ うな 箇所 で は、 鳥 のよ うな 具

体 的 なイ メー ジに結 びつ けた子 どもが多か っ たが、

逆 にメ ロデ ィー の 動 きそ の ものや テ ンポ に集 中 し

て いた子 ど もも いた。100人 の子 ども を対 象 に し



た うち 、42人 の子 ども は上 記 した よ うな風 景 や

具体 的 な イ メー ジ を、18人 はダ ンサ ー や音 楽 家 、

物 語 を連 想 し、残 りの40人 は音 楽 そ の もの を聴

いて いた 。

ここで興 味 深 いの は、 例 え ば音 の高低 の動 き と

感情 にあ る種 の似 か よ ったイ メー ジ を抱 くとい う

ことで あ る。17世 紀 や18世 紀 の作 曲家 達 、例 え

ばバ ッハ は この こ とを知 ってお り、音 が上 が って

い くこ とは天 国へ 近 づ いて い き、逆 に下 が って い

く時は地獄へ 吸い込 まれてい くよ うな道 を連想す る、

とい うよ うな シ ンボ リッ クな音 楽 の動 き を多用 し

て い る。子 ど もたち の動 き に もそ の こ とが 表 れて

い たよ うで ある。

((Courtephraseecrite,jouee,enregistreeparRichard

Long))

調査 の展 開:

① 机 に座 り、1と2と 書 か れ た2種 類 の用 紙

を用意 す る。

② 音 楽 を2度 聴 き、 感 じた こと を1の 用紙 に

書 く(10分 間)。

③1の 用紙 を裏返 し に して お き、今 度 は教 室

の空 いたスペースを使 って同様 に音楽 を2度 、

自由 に動 きなが ら聴 く。

④ 机 に戻 って 、音 楽 が も っ とよ くわか った と

感 じたか 、 あ る いは感 じなか ったか 、 それ

は何故 か とい う理 由 を書 く(10分 間)。

⑤2枚 の用 紙 を見 比 べ て 、感 じた ことに違 い

が あ るか につ いて よ く読 み返す(10分 間)。

この調査 の 問、 教 師 は必要 な 指示 以外 は声 が け

をせ ず 、子 ど もたち に議 論 も行 わせ て いな い 。そ

の結 果 で あ るが、 ほ とん どの子 ども は動 いた 時 と

座 っ て いた 時 の 違 い を 「ある 」 と回答 して い る 。

「座 って音 楽 を聴 いて いる時 は、何 か考 えな くち ゃ

と思 って聴 いて い るけれ ど、動 い て いる時 は そ う

い う ことを考 えて いな い」 とい う意 見 は興 味深 い。

ま た 「座 って い る時 は 、 自分 が ごろ ごろ鳴 る 雷 に

な って い るよ うだ った。 動 いて い た時 は、 長 い一

日が終 わ って ほ っ と して ごろん と寝 そ べ って い る

動物 にな った感 じで 、全 然違 った」 と表現 した子

ども もいた。

プー ランクの例曲の場合 には こうした指示はな く、

初 め か ら動 いて 音楽 を表現 した。 この時 にも 「考

えて 動 く」 とい うよ りは 、動 き と思考 が ほ ぼ 同時

に起 こって い る傾 向が 見 られ る。 これ は動 き を取

り入 れ る こ との大 きな 特長 、 あ るい は利 点 にな る

ので はな い だ ろ うか。 ほ ぼ直感 的 に動 きが起 こる

ことで、 無 意識 の うち に音 楽 の本 質 的な もの を聴

き とって い る、 とい う ことなので は なか ろ うか 。

トランペ ッ トによ るフ レー ズ は、音 楽 的 に少 し

複 雑 で ある 。 「た だ 聴 くだ けで は 退屈 だ」 と感 じ

た り、 「ぼ一 っ と聴 い て いた 」 とい う子 ど も も少

な くな か っ た よ うだ 。 しか し、 「動 いて み て 、 逆

にそ の複 雑 さ に気 がつ い た、難 しい と感 じた」 と

い う意見 も多か った。 これ は つ ま り、動 き を伴 っ

て音 楽 を体験 した 時の 方 が、 じっ と座 って聴 いて

い る時 よ りも音 楽 に集 中 して 聴取 して いる 、 と も

言 え る。

1と2の 用紙 を比較 して ど う思 うか、 とい う教

師の 問い に対す る 回答 をい くつか 挙 げて お こう。

-1と2で は 、何 か 同 じよ うな ことが書 い て ある

けれ ど、2の 方 が音 楽 は どん な感 じだ った か詳 し

く書 いて あ る。

-1の 方 は 、 どん なイ メー ジだ った か につ いて 書

いて い る け ど、2の 方 は 、そ れ よ りも も っ と音 楽

を聴 いて い る感 じがす る(彼 女 は 「1の 方 はカ ー

レー ス のよ うに、車 が す ごい音 をた てて 目の前 を

通 過 して い くよ うな感 じ」 と表 現 し、 「2の 方 は、

とて も注意深 く動 いた こと、音楽 が とて も短 くて、

音 の違 い が沢 山あ った」 と述 べて い る)。

-1と2で 自分 の意 見 が こん な に違 うこ とに驚 き

ま した。

一 こ うい う退屈 な音 楽 を聴 くの はあ ま り好 き じゃ

な いけれ ど、動 く ことは好 きだか ら、2の 方 は 楽

しか った 。

一 ク ラシ ック とは違 う こう い う音 楽 は よ くわか ら

な くて 、1の 方 は何 も書 けな か った(彼 は ピア ノ

の絵 を描 いたのみで、1の 用紙 は白紙 だった)け ど、

音 楽 そ の もの にな って みれ ば、そ ん な に違わ な い

んだ と思 った。

ほ とん どの児 童 は、1よ り2の 方 が、 イ メー ジ

よ りも具 体 的な 音楽 の 動 き につ いて注 意 深 く聴 い



た と書 いて いる。 さ らに動 きが 、旋 律 の動 き そ の

もの に忠実 で あ ろ う とす る ことに 、多 くの児 童が

気付 いて い る。そ して彼 らの 動 きは実 に本質 的で 、

正確 な音 楽の動 き を捉 えて いる こと も少 な くな い。

時 に は、素 晴 らしい演 奏 家 の解 釈 と肩 を並 べ る よ

うな ことを して いる場合 もある。 音楽 にお ける 「解

釈」 とい う言 葉 の定 義 は様 々な 捉 え方 が ある か も

しれな いが 、 我 々は よ く 「そ の人 の個性 が あ らわ

れ た解 釈」 とい う表現 をす る。 名演 奏 家 の解 釈 に

対 して 我 々が感 じ る音 楽 の深 い造詣 、 理解 へ の深

い敬 意 と同様 に 、子 どもの このよ うな言 葉 の 中 に

垣 間見 られ る輝 く個性 に対 して 、 同 じよ うな感 動

を もた ら して くれ る ことが多 いの で ある。 そ れぞ

れ の動 き と曲 との関 わ りを具 体 的 に分 析 して み る

とそれが よくわか る。 子 どもたちは、感 じた ように、

好 きな よ う に動 いた だ け に も関 わ らず 。教 育 にお

い て、子 ど もか ら発 せ られ る個 性 を どの よ うに尊

重 し、還 元 して い くか を模索 す る ことは、 洋 の東

西 を問わず、そ して時代 を問わず重要な ことで ある。

これ らの実 践 か ら導 き 出され たそれ ぞれ の感性 は 、

どれが 正 しくて どれ が適 切 か とい う よ うな 類 の も

の で はな く、 動 きの 中で 子 どもた ちが見 せ る感 性

の輝 きは いず れ も珠 玉 の ものだ とい う こと を表 し

て い るので あ ろ う。 記述 され た もの の中 には 、子

どもた ち の全 てが 現 れて い るわ け で はな いが 、 こ

う して そ の時 に感 じた こ とを書 き残 す 、 とい う行

為 は非 常 に大 切な こ とで あ る し、そ れ を分 析 して

み る こ とで そ の価 値 を認 め る こ とがで き る、 と言

え ばい いの だろ うか。

IV動 き と遊 戯活 動(79-82頁)

これ らの実 践 で は、 「た だ感 じた とお りに動 け

ば 良い」 とい う指示 の も とに行 って い るが、 時 に、

例 えばダ ンス を習って いた りす る子 どもの場 合 「こ

の 動 き で い いの か」 「ち ゃ ん と動 けて い る か」 と

の思 いを持 つ 児童 もい る。教 師 は 、そ の よ うな子

ども に対 して 動 き に正誤 が な い とい う こと を伝 え

る必要が ある。 動き方に決 まりが あるわ けで はな く、

音楽 を身体的 に表現 している とい うことを明確 にし、

「～で な けれ ばな らな い」 「～ しな けれ ばな らな い」

と い う垣 根 を取 り払 わ な けれ ばな らな い。そ の こ

と によ って子 ど もは、 自分 の好 む よ うに動 き、 そ

こか ら自身 で何 か を発 見す る喜 び に出会 う ことが

で きる。 つ ま り、 自主 性 を培 う ことがで き るよ う

にな る ので あ る。そ れ が 「遊 び」 で あ る とい う感

覚 が大 きい ほ ど、子 ど もは喜 んで そ の活 動 に川頁応

す る し、 自分か ら様 々な工 夫 を凝 らそ う とす る も

ので あ る。 勿論 教 師 側 に は 、 「遊 び」 を通 した そ

の先 に教育 的な意 図があ り、到達点 において は 「そ

の遊 び の 目的が 何 で あっ たか 」 を伝 え、 子 どもた

ちが 納得 す る よ うに指 導 して い くこ とが 大切 な の

は言 う まで もない。

Vグ ル ー プ 活 動1を とお した 動 き と実 践(85-

98頁)

当然 の こ とな が ら、 子 ど もの性 格 は皆 まち まち

で ある。 同 じク ラスで 学ぶ 子 どもた ち の こ こで の

唯一 の共 通 点 は、音 楽 で あ る。学 校 とい う場 にお

いて 音楽 を学ぶ とい う ことは 、個 人 的 に ピア ノや

ギ ター の レ ッス ンを受 け る こ ととは意 義 も 目的 も

違 うので 、 ク ラス の雰 囲気 作 りは非 常 に重要 な こ

と とな る。 ク ラス には 、 リー ダー シ ップ を発 揮 す

る子 ども もい るだ ろ う し、 グルー プ の 中で各 々 の

立 ち位 置 を見 つ けて い く児童 もいる だろ う。 また、

ク ラス全 体 で行 う活 動 の 中で 、 自分 の思 い を 自由

に表現 す る こと によ り、 自分 とい うも の に対 す る

意 識 を持 て る よ うにな る場 合 もある 。音 楽 を通 し

た実 践 にお いて 言及 す べ き こ とは、 リー ダー シ ッ

プ を発揮 す る場 面 が、 他 の教科 と異 な る場合 に も

起 こ りうる とい う点 で あ ろ う。 さ らに、 他 の子 と

自分 を比 べ た時 、 同 じ こと を考 えて いた と して も

表 現 が違 う、 とい うよ うな こ とが 、 動 き を通 して

の場 合 はわ か りやす く、 しか もどち らが 良 い悪 い

と い うもの で はな いた め 、そ の違 い を安 心 して 受

け いれ られ る ので はな か ろ うか。 そ して 、そ れ ら

に まず必 要 な のは 「他 の 人が 何 を して いる か を見

て感 じる こ と」 で あ る。そ こで、 この実 践 にお い

て は、 ク ラス をい くつ か に分 けて 、 お互 い を観 察



しあ う、 とい う時 間 を多 く とって いる。

これ らの実 践 を通 して い え る こと は、子 どもた

ち の音 楽 を聴 く力が確 実 に向上 した、 とい う点で

あ る。 それ を証 明す る の に十 分 な デー タ を得 る こ

ともで き た。子 ど もた ちが 「グル ー プの 中で 恥ず

か しが らず に行 動 す る こ とがで き た」 とい う経験

を 得 た こ と も大 き い。 「ク ラス全 体 で 楽 しい時 間

を共 有 で きた 」 と感 じる 中で、 子 ど もた ちは 、 自

分 をコン トロールす る術 も学ぶ ことがで きた だろう。

多 くの子 ど もた ちか ら 「授業 が 面 白か った 」 とい

う感 想 が寄 せ られ て い る。 また 、話 し合 う場 を多

く設 けた ことで 、他 の人 の考 え方 に共感 した りで

き た とい う意見 も述 べ られ て いる 。 さ らに 「私 は

こう思 う」 と言 え る場面 を設 定 した こ とで 、 自信

を もって 発言 す る ことを促 す こともで きた。

反 対 に、 も し授 業 中 にふ ざ ける子 ど もが い た ら

どうす るか とい う こ とにつ いて は 、 この実 践 にお

い て最 も困難 とされ る課 題 で ある 。 ク ラシ ック音

楽 は真 面 目に聴 か な くて は い けな い、 と思 って い

る子 ど もも多 い 中、 このよ うな 実践 は そ の印 象 を

覆す と同時 に、危 うさ も含 んで い る と言 える 。ふ

ざ けて い る様子 が 見 られ る子 ど もの多 くは、 人 に

見 られた り、判 断され た りするの を怖が って いた り、

「自分 の 動 き が変 だ と思 わ れ た らど う しよ う」 と

い う思 い を持 って い る場 合 が多 い 。そ の よ うな理

由か ら、動 か なか った り、 あ るい は動 けな か った

りす るので あ る。 そ うす る と、 どう して も集 中で

き な くな り、 ク ラス を乱 す行 動 を起 こす子 どもが

あ らわ れて くる。 そ の よ うな場 合 、絶対 に有効 な

手立 て とい うものが あ るわ けでは残 念な が らな く、

この実 践で もそ のよ うな 問題 を うま く解 決 す る方

法 を見 い だせ なか った。 彼 らは大抵 の場合 とて も

繊細 で 、そ れ を隠 す た め に逆 の行動 を とる こ とも

あ るの だ。

も し音楽 をよ く聴 くこ とに よっ て何 らか の 心理

作用 が 起 こる とした ら、それ もま た子 どもの発 達

に お お い に影 響 を与 え る こ とで あ ろ う。 我 々 は 、

様 々な タイ プ の例 曲 を使 用す る こと によ って 、 あ

らゆる種類の刺激が あった ことと理解 する。 まさに、

音楽 は心 に問 いか ける言 語 な ので あ る。我 々 の実

践 は音 楽療 法 で はな いが 、 しか し、動 き を通 して

音楽 を学ぶ こ とによ り、 子 どもた ち は教育 的 、身

体 的 、心 理 的な 効果 を手 に入 れ る こ とが で き るの

であ る。

結 論(99頁)

音 楽 の教 育 にお いて 、楽 譜 の 内容 を的 確 に素 早

く読 み と った り、音 楽 理論 を理 解 す る こ とはひ と

つ の到達 目標 とな る こ とで あろ う。 そ してそ の 記

譜 記 号 の内 容 を知 るだ け では な く、 それ が楽 曲 の

中で どのよ うな 役割 を果 た し、音 楽 の流 れ の 中で

如 何 な る効果 を もた らす か を読 み 取 る 力 をつ ける

ことが必 要 とな る 。本 書 では 、上 記 した よ うな こ

れ まで の音 楽教 育 の一 般 的な 方法 とは異 な る、 動

き を取 り入 れ た ア プ ロー チ を行 う こ とに よ って 、

従 来 とは違 った 視点 か ら音 楽 に接 し、教 育 的効 果

を あげ る こ とが で き る とい う こと を、実 践 によ っ

て証 明す る ことが で きた と考 え る。 また も うひ と

つ の 目的 と して 、音 楽 の解 釈 や感 じ方 を ど う導 い

て い くか 、聴 いた音 楽 を どの よ う に捉 え、如 何 に

して 自分 の もの にして いくか とい う問題 について も、

本 実 践 を通 して 大 きな 成果 をあ げる ことが で きた

と いえよ う。

音 楽 と動 きが 密接 な 関係 にあ り、音 楽 の本 質 を

理 解 す るの に動 き が大 き な助 け とな る可 能性 が あ

る とい う こ とが 、 この 実践 を通 して十 分 に証 明 で

きた 、 といえ るの ではな い だ ろうか。

2.身 体 の動 きを取 り入れ た聴 取 の有 効 性 に関 す

る考 察

1900年 代 に入 る と、オ ル フ(CarlOrff,1895-

1982)や コ ダーイ(KodalyZoltan,1882-1967)、

ダルク ロー ズ(EmileJaques-Dalcroze,1865-1950)

な ど、著 名 な音 楽 メ ソ ッ ド提 唱者 が続 々 と出現 す

る よ うにな る。 これ らの メ ソ ッ ドは 、現 在 日本 の

教 育 の 中で も頻 繁 に用 い らて い るが 、そ こに共 通

す る ものは、理論か らで はな く体験か らのア プロー

チが先 に ある とい う点 で ある。本 書 も同様 に、 「動

き」 とい うア プ ローチ か ら音 楽 を子 どもた ちへ体

験 的 に捉 えさせよ う として いる実践 のひ とつで あっ

た。

(1)子 どもた ちの発 言 や記述 内容 か らの考 察

教 育 とは 、子 どもの 持 つ可能 性 を引 き出す こ と



で あ る とい う ことは言 う まで もな いが 、本 実 践 を

顧 み る と子 ども たち の意 見 か ら、動 きを伴 った実

践 が有効 に作 用 して い る こ とが 理解 で き る。 以下

8点 は、 本 書 の 中で触 れ られ て いる動 き を伴 った

聴取 特 有 の効果 に関 して 、子 ど もの記 述 内容 か ら

ま とめた もので ある。

先 ず1点 目は 、"自 分 自身 と の 出会 いや 発 見"

に 関す る記 述 で あ る。子 どもた ち は 「このお勉 強

を通 して 、恥 ずか しが り屋 の私 か らち ょっ と離れ

ま した。 音 楽 っ てす ごい と思 い ま した 」 「お友 達

の 前で こんな に恥 ず か しが らず に動 けた のが 、す

ごい です 」 「自分 で もで き る と思 わ な か っ た こと

を で きて い ま した」等 の感想 を残 して い るが 、動

き を伴 う ことに よ って 自分 の新 た な一 面 を子 ども

自身 が発 見 し、 驚 き を見 せ て い る ことが わ か る 。

2点 目は、"夢 み た いな 気 分 を 味わ う"と い う こ

とで あ るが 、 「歴 史 や 数 学 の 時 間 に ロマ ンチ ッ ク

とか思 った ことなか ったけ ど、音楽 に合わせ て踊 っ

て いる時 は夢 が覚 めな きゃ いいの に と思 った 」 「動

くと音 が高 い とか 低 い とかそ うい う こ とが よ くわ

か る。 こんな 夢が 見 られ た らいい な。夢 って 人生

で一 番 大切 じゃな い 、 だ って夢 が なか った ら退 屈

で し ょうが な い で しょ、 夢 バ ンザ イ!」 「お勉 強

とい うよ りも、地面 に寝転 がって リラックス して た。

夢 をみ て い るみ たい だ った」 とい う芸術 表 現 の最

大 の効 果 を感 じ、記 述 して い る 。3点 目は 、"集

中力 を高 める方法"を 担 っている という意見で ある。

「す ごく集 中 して音 楽 を聴 き ま した 。 音 楽 を聴 く

と集 中す るん だ っ て思 い ま した 」 「疲 れ た り緊 張

した りして いる時 に音 楽の授業があ るの は好 きです 。

リ ラ ックス で き る か らで す 」 「音 楽 の 授 業 は集 中

で き ます 」 「音楽 の授 業 の とき に 自分 が 集 中 して

る な って感 じた ので 、他 の授 業 で も先 生 の声 を音

楽だ と思 って 聞いてみ ま した。初 めは音楽 の授業 っ

て ぼん や りして た け ど、 そ うか 、 こうや って聴 け

ば い いん だ ってわ か りま した」 等 、音 楽 によ って

自 らの集 中力 を高 め 、音 楽 の聴 き方 につ いて 糸 口

を 掴 みか けて い る様 子 が 分 か る 。4点 目は 、"聴

く力 の伸 長"で ある。 「音 楽の授業 は ほっと します 。

だ か ら他 の授 業 の とき によ く集 中 で きる よ うにな

りま した 」 「年 の 初 め よ り、 フ ラ ン ス語 や 数 学 、

理科 の時 間 によ く授 業 を聞 いて い られ る よ うにな

りま した」。 子 どもたちは 、集 中 して何 か を 「聴 く」

ことに意 識 が 向け られ る よ うにな っ て いる。5点

目は、"音 楽 の変 化 を感 受 す る力"が 育 成 され た

ことで ある 。 「音 楽 が も っ とわ か る よ う にな りま

した」 「僕 に と って 、音 楽 は集 中 す る こと、 静 か

にな る ことで したが、 動 きは楽 しか ったで す」 「こ

んな 音楽 の授 業 を した ことが なか った ので 、初 め

はふ ざ けて い ま した 。 で も、今 は違 い ます 」。 自

らの身体 の動き を用 いて音楽 を表現す る ことによっ

て、子 ど もた ちは音 楽 の変 化 を感 受す る鋭敏 な 能

力 を 自然 と身 につ けて い る。音 量 や速 度 、 ダイ ナ

ミ クス 、ニ ュ ア ンス等 、様 々 な音 楽 的要 素 を この

実 践 を通 して体 験 的 に理解 して いる ので あ る。6

点 目 は、"想 像 力 の 伸長"で ある 。子 ど もた ち は

楽 曲 を聴 取 して 「この 授業 は暑 い砂浜 にい るみ た

い です 」 「チ ャ ー リー ・パ ー カ ー の サ ック ス は 、

海 の砂浜で 日焼 けを してい る夏 のテー マです。 ガー

シ ュイ ンの 音楽 は稲 妻 とか、荒 れ 狂 った 海 を連 想

させ ます 」等 、 自由な 風景 を想像 し、そ れ を言 葉

で表 現 す る こ とが で き て い る。7点 目は 、"音 楽

と遊 ぶ 方 法"に つ いて 、 「本 当 に鳥 に な って 飛 ん

で いる よ うで、 音楽 の 翼 に乗 って 飛 んで しま いま

した」 「音 楽 の授 業 で 、音 楽 の 違 う一 面 を見 た と

思 い ます。 リラ ックスで きて楽 しい 時間で す」 「皆

に見 られ て拍 手 をも らっ て踊 りた い!」 等 の意 見

が見 られ る。最 後 に8点 目 と して"何 か が で きる

よ うにな った と感 じる方法"に 子 どもた ち が気 づ

い た記 述 で あ る。 「この授 業 の 前 は音 楽 の こ とを

あ ま り知 らなか った けれ ど、 先生 は私 が で き るよ

うにな るよ うにす ごく助 けて くれ ま した」 「静 かで、

で も楽 しい 雰 囲気 の 中で友 人 た ち と一緒 に学 べ て

よか った です 」 「き ち ん と聴 く って 、 とて も大 切

なん だ とい うこ とがわ か りま した 。 そ して 、世 界

中の景色 や水 と繋が って いる ことを学びま した」 「音

を しっか り感 じた り、 イ メー ジ した り書 い た りで

き るよ う にな りま した 。 ち ゃん と した リズ ムで 楽

譜 が読 める よ う にな りま した 。音 楽 は 印刷 され た

紙 で勉 強 す る ん じゃな くて動 きで 勉 強す る ことが

できる とわか りました」 「自分 の想像 力や感覚 を使 っ

た り、 自分 の意見 を言 った りす る唯一 の授 業です 。

音 楽 の先 生 は優 しい けれ ど、 き ちん として いな い

と いけな い と思 い ます 」等 、何 か が で きる よ うに



な った とい う達成 感 を子 ど もた ち は感 じて いる。

以 下 は 、子 どもた ち の 自由な 意見 か らの引 用で

あ る。

一私 は音 楽 と初 め て 出会 った よ うな気 が しま す 。

私達 が 音楽 を楽 しん で聴 く とき、 お腹 の 中か らエ

ネル ギ ーが 湧 いて くる の を感 じます 。 音 は一度 耳

に入 った ら出 て行 く ことは あ りませ ん 。音 楽 が私

の 中で 回 り続 け ます 。音 楽 な しで 生 きて い けるで

しょ うか 、小 鳥 の さえず りで 目覚 め る ことが好 き

ですが、そ うや ってず っ と音楽 と一緒 にいた いです 。

一他の人 を見過 ぎた り笑っちゃ った りしな いように
、

自分 の心 とか らだ を空 っぽ に しよ う と思 い ま した 。

そ う した ら、 ま るで ダ ンサ ー にな った よ う に音 楽

に しっか りつ いて い くことがで き ま した 。

一 お っか ない 音 の とき はお っか な い よ うに動 き ま

した。 音楽 が そ う っ として い る とき はそ う っ と動

き ま した。 も しも っ と教 室 が広 か った らも っ と動

い た と思 い ます 。音 楽 は車み た いだ と思 い ま した 。

多 くの子 どもたちが本実 践 を通 して、動 きを伴 っ

た音 楽 聴取 か ら何 が しか の変 化 を感 じて いる こと

が わか る。 そ れ は音 楽 の偉大 な 力 を本 能的 に感 じ

て い る ものな ので あ ろ うが 、そ の方 向 は 自分 自身

に 向 け られ て い る もので あ り、 ま た 同時 に周 囲 に

も向け られて い る もので あ った 。

(2)身 体 の 動 き を通 して 音楽 を体 験 す る と い う

こ との 有効 性

音 楽の聴 き方 に関す る方法 は多種 多様 で あるが 、

本書 で は聴 取 と動 き を結 び つ ける方 法 が提 案 され

ている。 動きを通 した音楽聴取 を行 うことによって、

子 ど もた ちの 内面 に様 々な変 化 が起 きて いる こと

は 前述 の子 ど もたち の発 言 か ら読 み取 れ る もので

あ るが 、 ここで幾 つ か 日本 の音 楽授 業 に示 唆 を も

た らす点 につ い て、検 討 した い。

一点 目は
、 音楽 の 本質 を理 解 して、解 釈 す る こ

とがで き るよ うにな る とい う点 で あ る。初 学 者が

歌や 楽器 を演 奏す る場合 、最 初 は指 使 いや 息 の コ

ン トロー ル な ど技 術 面 に意 識 が 向 きが ち にな る 。

そ の場 合 、音 楽 の本 質 的な美 しさや 楽 しさ に 目を

向 け る余裕 は な くな って しま う。本 書 で は、 音楽

に あ わせ て 楽 器 の弾 き真 似 や 吹 き真 似 を した り、

指揮 を しな が ら音 楽 を楽 しむ子 どもた ち の様子 が

描 か れて い るが 、 ここで重 要 な ことは子 どもた ち

が楽器 の正確 な 演奏 法 を なぞ って 真似 を して いる

のではな く、単純 に楽 器 を演 奏 して いる気分 になっ

て動 く ことを楽 しんで い る こ とな の で ある。 ミス

タ ッチ を気 にす る こと もな い このよ うな ア プ ロー

チは、子 どもたち を具体的な演奏 の表現 に引き寄せ、

聴 いた音 楽 を どの よ うに捉 え 、如 何 に して 自分 の

も のに して い くか とい う解 釈 に まで 思考 を発 展 さ

せ て いる 。

二 点 目は 、 身体 の動 き を通 して 楽 曲 の構造 を知

る こ とが で き る と い う点 で あ る。 子 ど もた ち は、

音 楽聴 取 を しな が ら自 ら動 く こと によ って 、楽 曲

の音 楽的 要 素や ニ ュ ア ンス、 さ らには作 品 のエ ネ

ル ギ ー を感 じ取 り、そ こか ら感 受 した 内容 を身 体

の動 き を通 して 外 に表 現す る ことが で きる よ うに

な る。音 楽 を聴 く活 動 は 、子 どもた ちが 受 け身 に

な りが ち にな り授業 を活発 に展 開 しづ らい と考 え

て いる音 楽 教師 は 少な くな いが、 本 実践 の よ うな

音 楽 に合 わ せて 身体 を動 かす とい う活 動 は 、子 ど

もたちが能動的 に作品へ迫 って いける姿 勢をつ くる。

そ して 、子 どもた ちの 意識 は 自然 に音 楽 へ集 中す

る こともで きるよ うにな る。 本書 の中で動 きを伴 っ

た聴取 と、 動 き を伴 わ な い聴取 の感 受 の差異 につ

いて 、 子 ど もた ちの 記 述 内容 を比 較 して い るが 、

動 きを伴 った聴 取 の方 が動 きを伴 わ な い聴取 よ り

も明 らか に子 ど もたち の音 楽聴 取 に対 す る姿 勢 が

積 極 的 に変化 して い る。子 ど もた ち は動 き を伴 う

ことに よ り、音 楽聴 取 に対 して 自発 的 にな り、 注

意 深 く音 楽 と関わ って い く姿 勢が 育 成 され て いた

ので あ る。 これ が 、動 き を伴 った 音 楽聴 取 の有 効

性 で ある 。

三 点 目 につ いて は、 音楽 に 「親 しみ」 を持 て る

よ うにな る とい う点 で あ る。子 ど もた ちは 、耳 に

馴 染 み のな い音 楽 を鑑 賞す る こと に苦手 意識 を持

つ傾 向が あ る。 テ レビのCM等 で 、 あ る一定 期 間

頻 繁 に流 れ て いる音 楽 が あ る と、 耳 に馴 染 みが で

きそ の楽 曲 に興 味 を持 て る よ うにな った 経験 は 私

たち に も覚 えが あ るだ ろ う。 ク ラ シ ック音楽 につ

いて 、子 どもた ち は古 臭 くて 面 白味 がな い とい う

印象 を持 ち が ちで あ り、 この よ うな 音楽 をき く場

合 は、真 面 目に静 か に聞 かな けれ ば な らな い とい

う概 念 を持 って い る子 どもが 多 い。 しか し、動 き



を伴うアプローチを取り入れることによって、今

まで知らなかった音楽にも自ら積極的に働きかけ、

「親しみ」を持って聴くことができるように変化

しているのである。このことも動きを取 り入れた

音楽聴取の効果である。

四点目は、集団の中で自分を発見することがで

きるという点である。本実践では子どもの自由な

発想を重視した活動が多かった。このような実践

の場合、他者の真似をすることではなく、自立し

た自己の感覚に向き合い表現するという非常に大

切な機会になる。集団の中での自分を発見するこ

ととは、学校教育における子どもが獲得すべき教

育的内容のひとつなのである。動きがあるとは言え、

体育の授業のように鉄棒ができるようにならなけ

ればならないというわけではなく、美しく体操を

しなければならないというわけでもない。動きに

対して、児童はリラックスした状態で向き合え、

自分にとって心地よい動きを探しだそうとするこ

とは自己コントロールに繋がるものなのである。

おわりに

日本の音楽教育に西洋音楽が導入された明治時

代以後、我が国では西洋古典音楽を中心とした教

育を積極的に行ってきた歴史がある。しかし、こ

の数十年の問に日本人をとりまく音楽環境は大き

く変化し、近年音楽教育の在 り方には大きな変化

の兆しが見えている。国際化した社会と現代の多

様な音楽供給に対応して、音楽教育の内容や方法

を考えていく必要に迫られているのである。

本書に取 り上げられている実践は、国による教

育制度や方針は異なるが、根底に流れる教育の考

え方は、特段差異を感じるものではなかった。音

楽聴取に動きを取り入れることによって、子ども

が本来備えている感性に自ら気づき、また自らの

表現の可能性を感じることができる本実践は、現

代の日本の教育に必要な方法ではなかろうか。本

書は子どもたちの発言を多く記載していたが、彼

らの発言内容の豊かさには目を見張るものがある。

今後は、本書で得られた示唆を、日本の音楽学習

の中で如何に展開していくかについて考えていく

必要があるだろう。
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